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石
川
才
顯
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

一
　
は
じ
め
に

　
日
本
大
学
法
学
部
教
授
石
川
才
顯
君
か
ら
、
博
士
（
法
学
）
学
位
請
求

論
文
と
し
て
、
「
捜
査
に
お
け
る
弁
護
の
機
能
」
と
題
す
る
論
文
（
以
下
、

「
本
研
究
論
文
」
と
略
記
す
る
）
及
び
副
論
文
と
し
て
「
刑
事
手
続
と
人
権
」

と
題
す
る
論
文
、
そ
の
他
三
点
の
参
考
論
文
が
提
出
さ
れ
た
。

　
我
々
審
査
員
一
同
は
、
本
研
究
論
文
、
副
論
文
及
び
参
考
論
文
等
に
つ

い
て
検
討
し
、
協
議
し
た
結
果
、
合
意
に
達
し
た
の
で
、
以
下
の
と
お
り

審
査
の
結
果
を
報
告
す
る
。

二
　
本
研
究
論
文
の
全
体
的
な
構
想

　
本
研
究
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
、
日
本
大
学
法
学
部
紀
要
「
日
本
法
学
」
、

判
例
タ
イ
ム
ズ
及
び
刑
法
雑
誌
等
に
発
表
し
た
論
文
を
集
大
成
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
に
な
る
の
が
、
本
研
究
論
文
と
一
部
重
複
す
る
部

分
の
あ
る
副
論
文
「
刑
事
手
続
と
人
権
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
補
完
す
る

も
の
と
し
て
、
三
点
の
参
考
論
文
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
主
に
本
研
究
論
文
に
つ
い
て
触
れ
、
副
論
文
及
び
参
考
論

文
等
に
つ
い
て
は
必
要
な
限
度
で
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
。

　
本
研
究
論
文
及
び
副
論
文
は
、
い
ず
れ
も
単
行
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
、

本
研
究
論
文
の
み
で
も
約
三
二
〇
頁
余
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
構

成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
序
章

第第第
ホ　ホ　ホ
早早早

第
四
章

　
第
一
節

　
　
一二

第
二
節

　
一

　
二

第
三
節

　
一二三

捜
査
手
続
の
意
義
と
そ
の
理
論
構
造

捜
査
手
続
過
程
に
お
け
る
弁
護
人
の
弁
護
活
動
の
必
要
性

わ
が
国
に
お
け
る
被
疑
者
の
弁
護
権
保
障
制
度
の
歴
史
的
発

　
展

捜
査
に
お
け
る
弁
護
の
機
能

　
被
疑
者
に
対
す
る
弁
護
活
動
の
保
障
的
機
能

被
疑
者
の
国
選
弁
護
人
選
任
請
求
権
論
争
の
現
状
と
改
革
へ

　
の
指
針

被
疑
者
の
取
調
と
弁
護
人
の
立
会
権
論
争
の
現
状
、
そ
し
て

　
改
革
へ
の
指
標

　
捜
査
に
お
け
る
弁
護
活
動
の
情
報
収
集
機
能

捜
査
手
続
過
程
に
お
け
る
証
拠
保
全
請
求
と
証
拠
開
示
請
求

　
の
各
制
度
に
み
る
弁
護
活
動
の
栓
楷
状
況
と
改
革
へ
の
指

　
標

弁
護
人
の
接
見
交
通
制
度
の
現
実
的
栓
楷
と
改
革
へ
の
指
標

　
捜
査
に
対
す
る
弁
護
活
動
の
監
視
機
能
と
救
済
機
能

勾
留
理
由
開
示
請
求
制
度
の
現
状
に
み
る
弁
護
活
動
の
栓
楷

　
化
と
改
革
の
指
標

被
疑
者
の
代
用
監
獄
へ
の
収
監
が
も
た
ら
す
弁
護
権
の
拒
括

　
状
況
と
そ
の
改
革
へ
の
指
標

各
種
令
状
の
審
査
お
よ
び
執
行
手
続
の
現
状
と
そ
れ
に
対
す
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五四山／￥

　
る
弁
護
人
の
関
与
の
必
要
性

準
抗
告
に
よ
る
救
済
申
立
へ
の
弁
護
人
の
関
与

訴
訟
条
件
の
欠
歓
と
捜
査
の
終
結
に
向
け
て
の
弁
護
人
の
手

　
続
関
与

捜
査
の
終
結
段
階
に
お
け
る
検
察
官
の
訴
追
裁
量
権
の
濫
用

　
と
そ
の
救
済
の
た
め
の
弁
護
人
の
手
続
関
与

三
　
本
研
究
論
文
の
特
色

　
本
研
究
論
文
の
特
徴
は
、
被
疑
者
に
対
す
る
弁
護
人
の
弁
護
が
、
捜
査

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す
べ
き
か
と
い
う
点
が
中
心
の
課
題
と
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
「
第
四
章
　
捜
査
に
お
け
る
弁
護
の
機
能
」
に

お
い
て
詳
述
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
本
研
究
論
文
の
核
心
部
分
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
以
下
に
、
各
章
に
つ
い
て
の
概
略
と
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
第
一
章
に
お
い
て
、
石
川
君
は
、
捜
査
の
構
造
論
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る

訴
訟
的
捜
査
観
に
立
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、

捜
査
観
（
一
種
の
モ
デ
ル
論
）
に
つ
い
て
は
、
東
京
大
学
の
平
野
博
士
に

よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
弾
劾
的
捜
査
観
・
糾
問
的
捜
査
観
の
分
類
が
一
般
的

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
は
別
に
、
検
察
官
が
実
際
に
果
た
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
機
能
的
な
側
面
を
中
心
に
、
捜
査
と
は
、
検
察
官
の
起
訴
・

不
起
訴
に
向
け
た
活
動
で
あ
る
と
構
成
す
る
立
場
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

検
察
官
を
頂
点
に
、
捜
査
官
（
主
と
し
て
司
法
警
察
職
員
）
と
被
疑
者
・

弁
護
人
と
の
三
面
の
構
造
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
訴
訟
的
捜
査
観
と
呼
ぶ

の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
結
論
的
に
は
、
糾
問
的
捜
査
観
と
の

差
異
が
顕
著
と
な
り
、
弾
劾
的
捜
査
観
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
で
も
な
お
、
起
訴
便
宜
主
義
に
対
す
る
評
価
、
検
察
官
の
捜
査
手
続

に
お
け
る
位
置
付
け
及
び
検
察
官
の
客
観
義
務
等
の
理
解
に
差
異
が
生
じ

る
と
す
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
か
つ
て
、
捜
査
を
司
法
警
察
職
員
の
手

に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
「
検
察
官
公
判
専
従
論
」
な
る
も

の
が
唱
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
思
考
の
方
向
が
、
や
や
似
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

　
第
二
章
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
弁
護
人
依
頼

権
の
発
展
に
つ
い
て
概
観
し
た
後
、
わ
が
国
の
弁
護
人
依
頼
権
の
意
義
に

つ
い
て
論
じ
、
旧
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、
弁
護
人
が
公
判
審
理
の
手
続
過

程
に
お
い
て
の
み
関
与
が
認
め
ら
れ
、
裁
判
所
の
真
実
究
明
に
寄
与
す
る

役
割
が
期
待
さ
れ
る
な
ど
、
弁
護
人
が
消
極
的
・
補
充
的
な
役
割
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
現
行
法
に
お
い
て
は
、
脆
弱
な
被
疑
者
・
被
告
人
の
た

め
に
、
実
質
的
に
十
分
で
「
有
効
な
弁
護
を
受
け
る
権
利
」
を
確
保
す
べ

き
職
責
を
担
う
法
的
保
護
者
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
を
、

憲
法
三
四
条
及
び
三
七
条
の
規
定
す
る
弁
護
人
依
頼
権
に
求
め
る
。
す
な

わ
ち
、
右
憲
法
の
定
め
る
弁
護
人
依
頼
権
を
、
実
質
的
に
十
分
で
か
つ
有

効
な
弁
護
を
受
け
る
権
利
を
定
め
た
も
の
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
に
お
い
て
は
、
治
罪
法
の
以
前
に
ま
で
潮
り
、
明
治
一
三
年
の

代
言
人
制
度
、
治
罪
法
に
お
け
る
弁
護
人
制
度
の
設
置
等
に
つ
い
て
検
討

し
、
さ
ら
に
旧
々
刑
訴
法
（
明
治
刑
訴
法
）
及
び
旧
刑
訴
法
（
大
正
刑
訴

法
）
に
お
け
る
弁
護
人
制
度
あ
る
い
は
弁
護
人
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
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変
遷
を
詳
細
な
資
料
を
通
じ
て
検
討
し
た
の
ち
、
現
行
法
の
下
に
お
け
る

弁
護
人
制
度
の
検
討
へ
と
至
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
刑

事
弁
護
人
制
度
に
つ
い
て
傭
畷
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
貴
重
で
か
つ
信
頼

で
き
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
本
研
究
論
文
の
核
心
で
あ
る
第
四
章
に
つ
い
て
述
べ
る
。

　
ま
ず
、
第
一
節
で
、
現
行
刑
事
訴
訟
法
の
下
に
お
い
て
は
、
被
告
人
に

つ
い
て
の
み
国
選
弁
護
人
の
選
任
を
認
め
、
被
疑
者
に
は
認
め
ら
れ
て
い

な
い
が
、
被
疑
者
段
階
に
お
け
る
国
選
弁
護
人
制
度
を
積
極
的
に
導
入
す

べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
論
拠
を
ア
メ
リ
カ
法
制
に
お
け
る
ミ
ラ
ン
ダ
事

件
判
決
に
求
め
る
。
そ
し
て
、
現
行
法
の
国
選
弁
護
人
制
度
は
、
糾
問
的

捜
査
観
に
立
つ
と
思
わ
れ
る
ド
イ
ッ
の
刑
事
裁
判
手
続
よ
り
も
保
護
が
薄

く
、
こ
の
よ
う
な
立
法
は
、
国
際
人
権
規
約
の
保
護
原
則
、
犯
罪
防
止
と

被
疑
者
処
遇
に
関
す
る
第
八
回
国
連
会
議
に
よ
る
一
九
九
〇
年
の
ハ
バ
ナ

採
択
「
弁
護
士
の
役
割
に
関
す
る
基
本
原
則
」
の
精
神
に
そ
ぐ
わ
な
い
と

指
摘
す
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の

当
番
弁
護
士
制
度
に
な
ら
っ
て
、
各
都
道
府
県
の
単
位
弁
護
士
会
の
設
け

て
い
る
「
当
番
弁
護
士
」
制
度
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
律
扶
助
協
会
「
被

疑
者
弁
護
人
援
助
制
度
」
と
の
連
携
を
緊
密
に
し
た
結
果
、
極
め
て
効
果

的
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
参
考
と
し
て
提
出
さ

れ
て
い
る
「
捜
査
に
お
け
る
被
疑
者
の
国
選
弁
護
」
の
論
文
は
、
こ
れ
ら

の
立
論
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
次
い
で
、
被
疑
者
の
取
調
べ
に
つ
い
て
論
じ
る
。
こ
の
点
は
、
刑
事
裁

判
実
務
と
学
会
に
お
け
る
通
説
の
乖
離
が
と
く
に
著
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
石
川
君
は
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
は
、
取
調
べ
の
た
め
の
出
頭

義
務
及
び
滞
留
義
務
（
い
わ
ゆ
る
取
調
べ
受
忍
義
務
）
が
な
い
こ
と
を
前

提
に
、
被
疑
者
が
全
く
任
意
に
供
述
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
供
述

の
内
容
は
極
め
て
限
定
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
場
合
に
あ
っ

て
も
、
被
疑
者
の
供
述
の
任
意
性
を
担
保
す
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
弁

護
人
の
被
疑
者
と
の
接
見
交
通
権
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
被
疑
者
取
調

べ
に
際
し
て
弁
護
人
の
立
会
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
関
係

で
参
考
に
な
る
の
が
、
前
述
の
ミ
ラ
ン
ダ
事
件
判
決
で
あ
る
と
し
、
同
判

決
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
動
き
に
つ
い
て
詳
述
し
た
の
ち
、
わ
が
国
に
お

け
る
別
件
逮
捕
・
勾
留
の
問
題
や
被
疑
者
の
任
意
同
行
に
関
す
る
問
題
に

つ
い
て
論
ず
る
。

　
第
二
節
に
お
い
て
は
、
証
拠
保
全
及
び
証
拠
開
示
制
度
に
つ
い
て
触
れ

た
の
ち
、
弁
護
人
の
接
見
交
通
権
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
。
と
く
に
弁

護
人
と
被
疑
者
の
接
見
交
通
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
の
裁
判
例
に
つ
い
て

触
れ
、
平
成
三
年
の
浅
井
事
件
判
決
及
び
若
松
事
件
判
決
の
態
度
は
、
昭

和
五
三
年
の
杉
山
事
件
判
決
の
態
度
と
比
べ
た
と
き
に
、
若
干
の
後
退
が

見
ら
れ
る
と
し
て
危
惧
の
念
を
示
す
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
裁
判
が
、
い
ず

れ
も
刑
事
事
件
に
お
け
る
も
の
で
は
な
く
民
事
事
件
に
お
け
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
刑
事
手
続
の
中
で
救
済
を
図

る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
国
家
賠
償
の
請
求
に
活
路
を
見
い
だ
す
の

も
一
方
法
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

　
さ
ら
に
、
第
三
節
に
お
い
て
は
、
個
別
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
勾
留
理
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由
開
示
請
求
制
度
、
被
疑
者
の
代
用
監
獄
へ
の
収
監
、
各
種
令
状
の
審
査

お
よ
び
執
行
手
続
、
準
抗
告
に
よ
る
救
済
申
立
及
び
訴
訟
条
件
の
欠
鉄
等

に
つ
い
て
詳
述
し
、
最
後
に
、
捜
査
の
終
結
段
階
に
お
け
る
検
察
官
の
訴

追
裁
量
権
の
濫
用
と
そ
の
救
済
の
た
め
の
弁
護
人
の
手
続
関
与
に
つ
い
て
、

弁
護
人
の
活
動
す
る
余
地
を
詳
述
す
る
も
の
で
あ
り
、
参
考
論
文
「
代
用

監
獄
か
ら
の
移
監
－
代
用
監
獄
制
度
の
現
実
的
改
善
方
策
と
し
て
の
移
監

措
置
ー
」
は
、
こ
れ
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。

四
　
本
研
究
論
文
の
評
価

　
本
研
究
論
文
は
、
弁
護
人
の
立
場
か
ら
、
現
状
の
分
析
を
通
し
て
、
現

状
を
打
破
し
あ
る
い
は
改
善
す
る
た
め
に
、
運
用
論
を
含
め
た
ぎ
り
ぎ
り

の
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
解
釈
論
と
し
て
見
る
か

ぎ
り
、
必
ず
し
も
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
箇
所
が
散
見
さ

れ
る
の
は
、
ま
こ
と
に
や
む
を
得
な
い
。

　
例
え
ば
、
ま
ず
、
捜
査
の
構
造
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
前
節
で
述
べ
た

よ
う
な
構
成
の
み
で
は
、
検
察
官
も
ま
た
捜
査
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

無
視
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
確
か
に
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
検
察
司
法
」

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
起
訴
・
不
起
訴
を
決
す

る
に
際
し
て
、
検
察
官
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
理
論
的
に
は
も
ち
ろ
ん

実
際
上
も
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ
る
。
法
制
度
ど
し
て
、
検
察
官
に
起

訴
・
不
起
訴
の
裁
量
を
認
め
る
「
起
訴
便
宜
主
義
」
に
立
つ
か
、
あ
る
い

は
「
起
訴
法
定
主
義
」
に
立
つ
か
は
、
捜
査
の
み
な
ら
ず
、
刑
事
裁
判
そ

の
も
の
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
い
。
ド
イ
ッ
刑
訴
法
が
起
訴
法
定
主
義
を

採
用
し
て
い
る
の
と
は
異
な
り
、
現
行
法
の
よ
う
に
、
起
訴
便
宜
主
義
を

採
用
し
た
場
合
に
、
検
察
官
が
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
役
割
が
大
き

い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
前
提
に
、
運
用
論
と
し
て
、
あ
る
い
は

検
察
官
の
心
構
え
の
問
題
と
し
て
論
ず
る
か
ぎ
り
、
石
川
君
の
立
論
は
多

く
の
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
刑
訴
法
に
お
い
て
は
、

検
察
官
も
捜
査
官
で
あ
っ
て
、
実
際
に
も
、
東
京
及
び
大
阪
の
地
方
検
察

庁
に
は
、
疑
獄
事
件
や
大
が
か
り
な
租
税
法
違
反
等
に
つ
い
て
、
司
法
警

察
職
員
の
捜
査
を
経
ず
に
、
自
ら
積
極
的
に
捜
査
を
遂
げ
る
特
別
捜
査
部

が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
果
た
し
て
い
る
役
割
の
大
き
い
こ
と
は
衆
目

の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
も
、
間
も
な
く
特
別
捜
査
部
の
構
想

が
名
古
屋
地
方
検
察
庁
を
は
じ
め
、
全
国
的
に
広
げ
ら
れ
る
運
び
と
な
っ

て
い
る
し
、
そ
の
他
に
も
、
検
察
官
が
捜
査
官
と
し
て
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
役
割
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
看
過

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
法
的
あ
る
い
は
実
際
的
な
側
面
を

無
視
し
て
、
検
察
官
を
頂
点
に
し
た
三
面
構
造
を
し
て
、
捜
査
の
構
造
論

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
捜
査
の
構
造
の
一
面
を
説
明
す
る
も
の
で
は
あ
っ

て
も
、
全
体
を
論
ず
る
も
の
と
し
て
は
、
相
当
で
は
な
い
と
の
批
判
が
あ

て
は
ま
り
そ
う
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
つ
い
て
、
取
調
べ
の
た
め
の
出
頭

義
務
及
び
滞
留
義
務
を
否
定
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
学
界
に
お
け
る
通
説

的
な
見
解
で
あ
る
と
は
い
え
、
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
が
あ
り
、
か
ね
て

か
ら
実
務
で
は
論
外
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
学
説
に
お
い
て
も
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新
た
な
展
開
を
模
索
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
石
川
君
が
本
研
究
論
文
に
お
い
て
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
、
以
上
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
な
、
厳
密
な
解
釈
論
を
展
開
す
る
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
状
の
分
析
と
、
そ
れ
か
ら
帰
納
的
に
展
開
す
る

こ
と
の
で
き
る
解
釈
の
幅
の
限
界
を
示
す
と
と
も
に
、
そ
の
限
界
を
超
え

た
場
面
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
法
政
策
に
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
と
く
に
、
先
に
述
べ
た
被
疑
者
の
国
選
弁

護
人
制
度
の
導
入
に
関
連
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
当
番
弁
護
士
制
度
に
つ

い
て
の
立
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
法

な
い
し
は
法
解
釈
を
動
か
す
現
実
の
力
は
、
理
論
の
操
作
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
、
実
態
と
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
改
善
策
に
あ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
解
釈
論
の
み
な
ら
ず
運
用
論
そ
し
て
立
法
論
を
も
総
合

し
て
解
決
に
あ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
こ
れ
を
論
ず
る
者
に
、
鋭
い
か
つ
正
確
な
現
状
認
識
能

力
が
備
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
現
状

の
鋭
い
分
析
を
通
し
て
、
初
め
て
制
度
運
用
の
あ
る
べ
き
姿
や
、
有
益
な

立
法
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
幸
い
、
石
川
君
は
、
す
で
に
刑
事
訴
訟
法
学
者
と
し
て
、
学
界
に
お
い

て
確
た
る
評
価
を
得
て
お
り
、
他
方
で
は
、
長
年
に
わ
た
り
弁
護
士
と
し

て
実
務
に
携
わ
っ
て
き
て
い
る
。
石
川
君
は
、
こ
の
よ
う
に
実
際
に
実
務

を
手
掛
け
な
が
ら
、
学
問
的
に
、
捜
査
に
お
け
る
弁
護
活
動
に
光
を
あ
て

て
来
た
の
で
あ
る
。
本
研
究
論
文
で
は
こ
の
両
面
が
上
手
く
融
合
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
捜
査
手
続
に
お
い
て
、
弁
護
人
が
果
た
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
役
割
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
基
本
的
な
文
献
と
な
り
得
る

も
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
近
時
、
刑
事
弁
護
の
重
要
性
が
意
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
刑
事
弁
護
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
関
し
、
専
ら
実
践
的
な
立
場
か
ら

幾
つ
か
の
著
作
が
共
著
の
形
で
出
版
さ
れ
、
あ
る
い
は
雑
誌
等
が
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
の
動
き
に
対
し
て
、
本
研
究
論
文
が
一
線
を
画
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
単
独
の
著
者
に
よ
る
一
貫
し
た
立
場
か
ら
理
論
的
な

検
討
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
こ
の
点
に
大
き
な
意
義
を
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
本
研
究
論
文
で
提
言
さ
れ
て
い
る
数
々
の
立
法
政
策
に
関
す

る
部
分
は
、
近
い
将
来
、
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
が
企
図
さ
れ
る
と
き
に
、

極
め
て
有
益
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

五
　
結
論

　
以
上
の
次
第
で
あ
っ
て
、
我
々
審
査
員
一
同
は
、
石
川
君
の
本
研
究
論

文
及
び
副
論
文
等
は
、
慶
慮
義
塾
大
学
博
士
（
法
学
）
に
値
す
る
十
分
な

内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
定
す
る
に
至
っ
た
。
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